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総 説

咀嚼 と小児の健康

二木 武

実践女子大学教授

1.序 咀嚼 問題 児 の頻 度

近年 、 かめ ない子 、 か ま ない子 な ど咀 嚼 問題 児

が 出現 した こ と に社 会 的関 心 が集 ま って い る。 こ

の よ うな子 が 問 題 に な っ たの は筆 者 の 経験 で は昭

和50年 頃 か らで、 お もに保 育 園 で 問題 にな っ た よ

うに思 う。 保 育 上 の妨 げ と なる か らで あ る。 しか

し当時 は その 他 の社 会 に はほ とん ど知 られ て い な

か っ た。 昭 和60年 前 後 よ りテ レ ビ、新 聞 な どで こ

の こ とが 報 道 され る よう にな り、 に わか に社 会 的

関心 を集 め る よ うに な った。

もち ろ ん、 か め な い子 、 か まな い子 の 出現 はそ

れ まで想 像 だ にで きなか った シ ョ ッキ ン グな で き

ご とで あ り、事 実 とす れ ば 大 きな問 題 で 、 医療 関

係 で も と くに歯科 方 面 で 関心 が高 ま って きた こ と

は周 知 の とお りで あ る。

で は そ の よ うな子 が どれ くらい の頻 度 で 出現 し

て い る か につ い て は もち ろん過 去 に は調査 成績 は

見 当 た らない。 これ につ い て東京 放 送(TBS)が 報

道 の必 要 上調 査 して昭和60年3月 に初 め て発 表 し

た 。 こ れ に よれ ば全 国 約40万 人 の保 育 園 児 で 噛 め

ない子 が2～3歳 児 で1.7%、4～5歳 児 で0.8%に

み られ た とい う1)。 た だ しこ の場 合 の 「かめ な い

図1食 事の噛み方(厚 生省母子衛生課1986)
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子 」 とい う客 観 的評 価 はか な りむず か し く、 した

が って あ る程 度 主観 的 ・相 対 的 に な るの は避 け ら

れ ない 。 また ア ンケ ー ト調 査 す る場 合 の 項 目の表

現 法 に よっ て も左 右 され る よ うに思 う。 昭 和61年

に厚 生省 母 子衛 生 課2)の 調査 もみ られ るが 、 これ

に よれ ば 図1の ご と くで、2～3歳 以 降 で か まな

い、 丸飲 み な ど咀嚼 問 題児 が20～30%に み られ る

よ うで あ る。

2.咀 嚼 の 意義

以 上 の よ うに咀 嚼 問題 児 の頻 度 が 決 して少 な く

な い数 字 で あ る とす れ ば 、 これ は もち ろ ん ゆゆ し

き問題 で あ る の で、 改 め て咀 嚼 の 意 義 を考 えて み

た い。

こ れ に は食物 の消 化 や 口腔 の衛 生 、危 険 物 の発

見 が常 識 とな っ て い るが 、近 年 は顎 の発 育 につ い

て の論 議 が 活発 に な って い る こ とは周知 の ご と く

で あ る。

この他 に筆 者 は、 口腔 内 は生 体 内 で最 も敏 感 な

感 覚器 官 なの で 咀嚼 活 動 は情 緒 安 定 の役 割 を担 っ

て い るこ とを強調 したい3)。 いわ ゆ るス キ ンシ ップ

(膚 と膚 の接 触)が 乳 幼 児 の情 緒 安 定 や心 の発 達

に重 要 な役 割 を果 してい る とい われ るが 、 そ れ と

同 じ よ うな意 味 で作 用 して い る と考 えて よい ので

とは な い か。 これ は従 来 、 咀 嚼欲 とも表現 さ れ て

お り、何 ら か の 理 由 で 咀 嚼 で きな い 状 態 が 続 く

と、 ひ どい欲 求不 満 の状 態 に陥 る こ とが 日常 経 験

され 、逆 に欲 求 不満 の解 消 策 と して指 しゃぶ り、

爪 か み 、 お しゃべ り、長 電 話 、 や け食 い な どの行

為 が み られ るが 、 い ず れ も咀 嚼 と同列 の 行動 と考

えて よい で あ ろ う。 いず れ も口腔 内が 敏 感 な感 覚

器 官 な の で 、 これ か らの脳 へ の刺 激 とい う経 路 で

情 緒安 定 の役 割 を果 して い るの で あ ろ う。 近年 、

咀 嚼 行 動 の脳 へ の刺 激 効 果 に つ い て の 関 心 が 高

ま って い る が、 臨床 的 に は この よ うな効 果 と解 す

れ ば 理解 しやす い。 よ くか んで お い し く食 べ て い

る子 の情 緒 は安 定 し、反 対 に非行 児 の食 生 活 に乱

れ が 多 い とい われ る の もこれ と関 連 した こ とで あ

ろ う。

船越4)は 咀 嚼 と知 能 の 関係 につ い て ネズ ミの実

験 を行 い 、 か ま な くて もす む粉 末 餌 と固形 の餌 で

育 て た2群 の ネズ ミにつ いて迷 路 テ ス トの成 績 を

比 較 した結 果 、 後 者 がす ぐれ前 者 が 劣 って い た と

い う。 つ ま りか ま なけ れ ば知 能 が低 下 す る こ とを

示 唆 して い て興 味 深 い。 しか し人 間の 幼稚 園児 に

つ い ての か む能 力 と知能 指 数 の 間 に は有 意差 はみ

られ なか っ た とい う。 しか し全 く咀 嚼 しな い か、

あ るい は極 端 に それ が少 な けれ ば知 能 低 下 が み ら

れ るの で は なか ろ うか。

3.咀 囎 は発 達 現象

なぜ 、 か め な い子 にな るか と原 因 を探 索 す る前

に 、人 間 は い か に して 咀嚼 で き る よ うに なる か と

考 え てみ る必 要が あ る。 そ して咀 嚼行 動 は発 達 現

象 で、 出 生 直後 は乳 汁 の吸 畷 しか で きなか った の

に、 離 乳 期 に離 乳 食 を順 序 よ く学 習 す る こ とに

よっ て発 達 し、獲 得 し得 た能 力 で あ る こ と を理解

す る必 要 が あ る。 決 して何 も しない で も自然 に獲

得 で きる能 力 で は な く、練 習 しなか っ た り不適 正

な練 習(離 乳 の すす め方 の不 適 当)の 場 合 はそ れ

が獲 得 で き ない 。 つ ま りか め ない子 な い し咀 嚼 問

題児 に な りう るわ けで あ る。

そ して咀 嚼 の発 達 につ い て は必 ず 一定 の順 序性

が あ る。 これ につ い て はす で に述 べ た5)と お りで

あ る。 す な ち 口 唇 を 閉 じ て ご く ん と飲 み 込 む

(「 口唇 食 べ 」)→ 舌 の上 下運 動 で 上顎 との間 で

つ ぶ して食 べ る(「 舌 食 べ」)→ 舌 を左 右 に動 か

して歯 ぐ きで つ ぶ して食 べ る(「 歯 ぐ き食 べ 」)

の順序 で発 達 し、 決 して途 中 を とば して発 達 す る

こ とは ない。(図2)

この よ うな発 達 の順 序 性 は離 乳 食 を食 べ てい る

ときの乳 児 の 口唇 を中心 と した動 きの観 察 お よび

その ビデ オ撮 影 像 の分 析 か ら考 察 した結 果 に よ る

もの で あ る。 もち ろ ん 、 口唇 を閉 じて咀嚼 中 の口

図2 咀嚼発達過程
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腔の中を直接観察 し得たわけではないが、通常舌

の動きは口唇や顎の動きと密接に関連 しているこ

とから後者の注意深い観察により前者の動きはだ

いたい推定可能である。この研究は向井美恵昭和

大学歯学部助教授 との共同研究によるものである

が6)、 向井氏 らはこれに先立ち障害児の摂食機能

の発達についての同様な方法による約10年 にわた

る研究観察があ り、その成果が本研究の基礎 と

なったものである。

次にこのように順調に咀嚼能力が発達するため

には離乳のすすめ方が適切でなければならない。

この場合、離乳食の調理形態が咀嚼能力の発達 レ

ベルに適 したものであることが最 も大切である。

すなわち上述の口唇食べ→舌食べ→歯ぐき食べの

咀嚼の発達 レベルに応 じてそれぞれ、どろどろ食

→舌でつぶれる硬 さ→歯 ぐきでつぶれる硬 さの離

乳食へ と適正にすすめる必要があり、このすすめ

方に無理があり、例えば能力以上の硬い離乳食を

早くから与えすぎるとそれから後の発達はス トッ

プする。またいつまでも軟らかすぎるものを与え

ていれば、咀嚼能力は発達しないことはいうまで

もない7)8)。

また離乳のすすみ方、すなわち咀嚼能力の発達

のスピードにはかなり個人差があるので、実際の

すすめ方にはそれぞれの子どもに合ったものであ

ることが大切で、決 して画一的であってはならな

い。

したがって健全 な咀嚼能力を育成するために

は、離乳のすすめ方は個人個人のそのときの実際

の発達 レベルに応 じたすすめ方でなければならな

い。この意味では月齢による一律の計画離乳では

不適応児が出るので不適当である。しかし現状で

は 「計画離乳」の考え方がむしろ一般的である。

しかし実際には個人個人の能力に合わせたすすめ

方でないと成功 しないし、またそうしているのが

実態であると思われる。筆者はこのようなすすめ

方を計画離乳に対して 「自律離乳」7)と 名付けて

いるが、健全な咀嚼能力の獲得のためにも 「自律

離乳」ですすめる重要性を強調 しているところで

ある。

「歯ぐき食べ」が十分上手になれば咀嚼の基本

が獲得されたことになるが、 しかし後述のごとく

実際には遅れる傾向がみられ、また一般的に3歳

頃までは生理的に発達不十分で、離乳期の延長線

上にあると考えられる。すなわち咀嚼能力が不十

分なのである。

4.咀 嚼発達レベルの判定のめやすと実態9)

咀嚼の健全育成には上述のごとく、咀嚼の発達レ

ベ ル に合 わ せ て離 乳 食 の調 理 形 態 をす す め な けれ

ば な ら ない が 、問 題 は 咀嚼 発 達 レベ ル の評 価 法 で

あ る。 これ まで は残 念 な が らこれ につ い て の情 報

が 皆 無 で あ っ た ので 、 この点 を考慮 す る こ とな く

離 乳 食 が す す め られ て い た のが 実情 で 、要 は食 べ

られ さ えす れ ば よい とい うこ とで 判 断 され て い た

ので あ る。 したが って丸 飲 みで も取 り込 まれ さ え

す れ ば 食 べ られ た調理 形 態 と受 け取 られ て い たの

であ る。実 際 に この ケ ー ス は少 な くな く、丸 飲 み

の 摂 食 パ ター ンの 食 習慣 の大 き な原 因 とな っ てい

た と想 像 され る。

そ こで筆 者 は離 乳食 摂 食 中の 乳児 の 口 も との観

察 か ら、 咀嚼 発 達 の順 序 の解 明 と同時 にそ の 発 達

段 階 を比 較 的 容 易 に評 価 で き る よ うな チ ェ ッ ク リ

ス トを考 案 してみ た。 これ を用 い れ ば食 べ て い る

乳 児 の 口唇 の 動 き を注 意 深 く観 察す れ ば だい た い

キ ャ ッチ で きる よう に思 われ る。

本法 は咀 嚼 の発 達 段 階 を表1の ご と く、① 口唇

食 べ前 期 、② 同後 期 、③ 舌 食べ 期 、④ 歯 ぐき食べ

前期 、⑤ 同後期 、⑥ 乳 歯 食 べ期 に区 分 け し、 そ れ

ぞ れ に該 当す る項 目 を表2のII.咀 嚼 の① ～⑥ の ご

と く作 成 した。実 際 の観 察 に当 た っ て は この① ～

⑥ まで の項 目の うち どこ まで可 能 とな って い る か

で 、 そ れぞ れ 「口唇 食 べ」 、 「舌 食 べ 」 、 「歯 ぐ

き食べ 」 と評価 す れ ば よい の で あ る。 この 評価 に

付 随 して、 あ るい はそ の 評価 の参 考 と して 表2の

ご と く、 口中 へ の 「I.取 り込 み」 、 「III.離 乳

食 の硬 さ」 、 「IV.離 乳 食 の量 」 「V.コ ップ飲

み」 の進 行状 況 につ い て も咀嚼 のそ れ ぞ れ の発 達

段 階 に相 当 す る項 目 を表2の ご と く選 定 し、 こ れ

を表1の ご と く評 価 した。 ここ で評 価 法 のVIと あ

る の はI～Vを 総 合 して 「食 べ 方 」 の 発達 と仮 定

して 、表 の よ うに評 価 した もの で あ るが 、本 稿 で

はII.咀 嚼 お よびIII.硬 さについ ての み述べ 、他項 は

省 略 した い。

こ の評 価 法 を用 い て離 乳 期 に お け る 「口 唇 食

べ」 、 「舌 食 べ」 、 「歯 ぐ き食 べ 」 の 咀 嚼発 達 と

月齢 との関係 の実 態 を調査 してみ た。 もち ろ ん、

これ ま で は こ れ に つ い て の情 報 は皆 無 で あ っ た

が 、従 来 の 離乳 食 の経験 か ら、 常 識 的 に離 乳 初期

(5～6ヵ 月)、 中期(7～8ヵ 月)、 後 期(9

～11ヵ 月)が そ の 順 で 、 そ れ ぞ れ 「口 唇 食 べ 」

期 、 「舌 食べ 」 期 、 「歯 ぐ き食 べ」 期 に相 当 す る

の で はな いか と想像 して い た。

そ の実 態調 査 成 績 を紹 介 す る と、都 心 部 のA病

院 出生児 の5～18ヵ 月 の乳 児約350名 につ い て食事

中 の観 察 に よる前 期 チ ェ ック リス トの 回答 を集計

した 。 こ の 結 果 で は 「口唇 食 べ 」 が 上 手 に な る

(チ ェ ッ ク リス トの②)の が5ヵ 月約50%、6ヵ
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月約75%、 「舌 食 べ」(同 ③)が 可 能 とな る の は

6ヵ 月約50%、7ヵ 月約80%、 と比 較 的 早 い。 し

か しそ の後 の 「歯 ぐ き食 べ」 の 開始(同 ④)は 遅

く、9～12ヵ 月 で約40～50%、18ヵ 月で約70%に

す ぎな い。 さ ら に これが 上 手 に な る(同 ⑤)は9

～12ヵ 月で約20%に す ぎ なか った。(表3)さ らに

そ の後 の別 の調 査 で 主 に12～24ヵ 月 児 を調 べ た結

果 で は 、 「歯 ぐき食べ 」 が 上 手 に な る(同 ⑤)の

は12ヵ 月 で 約20%、15～18ヵ 月 で 約60%、21～

24ヵ 月 で約80%と 、 そ の発 達 は予 想 以上 に緩徐 で

あ っ た。 以上 の よ う に歯 ぐ き食 べ の発 達 が 遅 く、

それ が で きる よ うに な るの は早 くて も15～18ヵ 月

以 降 の よ うで、24ヵ 月近 くに な って も なお約20%

が未 熟 ない し不 能 とい う こ とに な り、予 想 以 上 に

発 達 が 遅 れ てい る とい え よう。

表1食 べ方評価法

VIは 「食 べ 方 」1～Vの 合計 点 ×0.9

離乳 食 の硬 さの進 め方 は逆 にか な り早 く、 「舌

で つ ぶ れ る硬 さ」 が6ヵ 月で 約90%、 「歯 ぐきで

つ ぶ れ る硬 さ」 が7ヵ 月 で約60%、8ヵ 月 で約80

%と な り、 さ ら に 「成 人 に近 い硬 さ」 は9ヵ 月 で

24%、10～12ヵ 月 で約60～80%で 、予 想 標準 よ り

も1ラ ンク早 い傾 向が み られ た。

これ とは別 にや や郊 外 にあ る都 立B病 院 の出 生

児 につ い て も同 じよ うな調査 を してA病 院 出生 児

のそ れ と対 比 した。結 果 的 には差 はみ られ ず、 同

じよ う な傾 向が み られ た。 両 院 と も患 者層 は一 般

サ ラ リー マ ン層 が 主体 で あ った の で、 都市 に お け

る これ らの層 の離 乳期 に お け る咀嚼 発 達 の最 近 の

一 般 的 傾 向 と も考 え られ
、 とにか く、 「歯 ぐ き食

べ 」 の発 達 が遅 く、 離乳 食 の硬 さのす す め 方 が早

す ぎる こ とが特 徴 で あ る とい え よう。

もち ろ ん、離 乳 期 にお け る咀 嚼 の発 達 は離乳 食

のす す め方 の影 響 が 大 きい ので 、 そ の標 準 的 な時

期 を特 定 す るた め に は、離 乳 が 適切 にす す め られ

て い る乳児 につ い ての正 しい観 察が 必 要 であ る。

こ の 目的 で都 内 の 乳 児 院 で 施 設 長 が 医 師 で あ

り、離 乳 管 理 が比 較 的 適切 に行 われ る と思 わ れ る

3施 設 の乳 児 の 咀嚼 発 達 を同 じ方 法 で直 接 観 察 に

よ り調 査 した。

観 察 し得 た 症例 は56例 であ ったが 、各 機 能 と も

だい た い予 想 標準 値 に近 い発 達 経 過 を示 した。 こ

の うち 咀嚼 発 達 に つ い て は、 月齢 別 の平 均 指 数 で

み る と、5～6ヵ 月3.0(予 想 標準1～2)と や や

表2咀 嚼 ・食 べ 方 の チ ェ ッ ク リス ト
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早 く、11～12ヵ 月4.3(同5)と やや 遅 か ったが 、

他 は ほ とん ど標 準 通 りの経 過 で あ っ た。 また離 乳

食 の硬 さのす す み方 もほ ぼ予想 標準 に一致 した。

以 上 のA・B病 院児 と乳 児 院児 の離乳 食 の硬 さ

の すす み 方 お よび咀 嚼 発 達 を月齢 別 の平 均 発 達 指

数 で 比 較 す る と、 表4・5、 図3の ご と くで あ

る。 す な わ ち乳 児 院児 は硬 さのす す め 方 が ほ ぼ予

想 標 準(ど ろ どろ→ 舌 で つ ぶ れ る→歯 ぐ きでつ ぶ

れる硬さがそれぞれ初期、中期、後期)で 、また

それによる咀嚼発達も予想標準に近かった。一方

A病 院児では離乳食の硬 さのすすめ方が著しく早

く、1ラ ンク早い傾向であった。そ してそれによ

る咀嚼発達とくに歯 ぐき食べの発達が遅れる傾向

で、両者の違いが明らかであった。

以上のことから歯 ぐき食べの発達が遅れやすい

傾向の大きな原因は早すぎる硬さのすすめ方にあ

表3II.咀 嚼

表4月 齢別平均発達指数

表5乳 幼院児の月齢別平均発達指数
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る と考 え て よい の で は ない か 。 また この よ うな傾

向 は母親 の育 児競 争 、つ ま り早 くす す む ほ ど よい

とい う意 識 や咀 嚼 力 をつ け るた め に は離 乳期 か ら

硬 い もの を食 べ させ な け れ ば な ら な い とい う 間

違 っ た情 報 か らの 短絡 現 象 か も知 れ ない 。 あ る い

は軟 らか い離 乳 食作 りが面 倒 なた め とい う手 抜 き

育 児 の 可 能性 もあ るが 、 いず れ に して も現代 の育

児 に潜在 して い る一般 的 問題 傾 向 の あ ら われ の一

っ と筆 者 は考 え てい る。

5.1～2歳 児 の食事 に おけ る調理 形態 の重 要性 と

咀 嚼 問題 児 の発 生

筆 者 の 調査 で判 明 した こ とは、 歯 ぐ き食 べ の発

達 の遅 れ る子 が意 外 に多 く、 ま たそ の発 達 が 緩徐

な こ とで あ っ た。24ヵ 月 で なお 約20%が 未 発 達 で

あ ったが 、向 井 ら10)(1985年)の 保 健所 健 診時 の

調 査 で も、 「あ ま りか まな い」 か 「ほ とん どか ま

な い」 が1歳6ヵ 月 で約60%、2歳 ～2歳6ヵ 月

で 約30%、2歳7ヵ 月 ～3歳 で 約25%あ っ た と

し、 また前 記 の 母子 衛 生課 の調査2)(1985年)で

も 「よ くか まな い」 な どは1歳6ヵ 月 ～12ヵ 月 未

満 約40%、2歳 ～2歳6ヵ 月 未 満 約30%、2歳

a)離 乳食の硬 さ

b)咀 嚼発達

図3 発達経過の比較(発達指数月齢平均)

6ヵ 月 ～4歳6ヵ 月 未満 約30～20%で あ っ た と し

て、 この こ とを物 語 って い る ようで あ る。

「歯 ぐ き食 べ 」 の未 熟 な子 に相 対 的 に硬 い もの

や量 を与 え よ う とす れ ば、 「丸 飲 み 」 か そ れ に近

い手 法 で食 べ る こ と を トレー ニ ングす る結 果 と な

る。 筆 者 らの調 査 で も 「咀 嚼」 と 「嚥 下」 は必 ず

し も平 行 して発 達 す る とは限 らず、 トレー ニ ン グ

す れ ば む しろ後 者 の 方 が速 い傾 向が み られ 、例 え

ば咀 嚼 が発 達 しない で代 わ りに嚥 下 の み が異 常 に

発 達 して 「丸 飲 み 」 が上 手 に なる ようで あ る。 筆

者 は咀 嚼発 達 の 臨界 期 は18～24ヵ 月 ごろ と考 え て

い るが、 この よ うな丸飲 み や下 手 な食べ 方 が2歳 過

ぎま で続 き、 そ れが 習慣 化 す れ ば 、そ れ か ら後 の

そ の子 の 生 涯 の摂 食 パ ター ンとな る可 能 性 が十 分

想 像 され る。 この 意味 で は離 乳 期 ～24ヵ 月 の食 事

の調 理 形 態 の すす め方 は きわめ て重 要 で あ り、 よ

くかめ な い子 、か まない子 の第1の 原 因 は この時期

にあ る と考 える。 この 時期 まで に十分 咀 嚼 の基 礎

の で きない 子 は そ の後 、年 長 に な ってか ら よ くか

め る よ う トレー ニ ング し よ う と して も実 効 をあ げ

に く くなる と考 え られ る。

咀嚼 問 題 児 には か め ない子 と飲 み込 ま ない子 と

が あ る。 ま た前 者 に は実 際 に かむ 能力 が ない子 と

能 力 は あ るが そ の気 の ない子 とが あ る。 実 際 に は

前 者 は少 な く大 部分 は後 者 で あ るが 、 しか し歩 か

ない子 は足 が 弱 くな る よ うに 、 か まな け れば そ の

能 力 は発 達 しない の で、 結 果 的 に は後者 もか め な

い子 と同 じで あ り、程 度 の差 は あれ か む のが 下手

な子 で あ る こ とには違 い ない。

飲 み込 め な い子 に も食 品 が飲 み込 め る形 に なる

まで の 咀嚼 が で きな い場 合 と、飲 み 込 み た くない

(食べ た くな い)場 合 とが あ る。 前 者 は咀 嚼 の 未

熟 な ため で、 後 者 は食 欲 以 上 に食 べ させ よ うと強

制 す る場 合 に み ら れ る 、 い わ ば給 食 者 側 の 問 題

(も っ と も小 食 の 原 因 に よ る こ と も多 い)で あ る

ので 、 これ は咀 嚼 問題 児 と区 別す る必 要 が あ る。

上 記 の 咀噛 問 題 児 と しての か まな い、飲 み込 ま

な い は、 い ず れ もか む の が 下 手 で1歳 代 まで の

「歯 ぐ き食 べ」 が十 分発 達 してい ない ことが第1次

原 因 と考 え られ る。 保 育 園 で は 「丸 飲 み」 と 「飲

み込 め ない子 」 が 咀 嚼 の2大 問題 児 と して注 目 さ

れ て い るが 、 いず れ も歯 ぐ き食 べ の発 達不 良が 基

本原 因 とな って い る と考 え られ て い る。 そ して一

般 に 「丸 飲 み」 の子 は食欲 の比 較 的旺 盛 な子 に多

く、 また親 の食 べ させ 方(急 が せ る 、親 自身 が早

食べ)、 子 の性 格 特 性(集 中力 や安 定 性 に欠 け や

す い)も 誘 因 とな りや す い。 また 「飲 み 込 め な い

子」 は食 欲 の 乏 しい小 食 の子 に多 い。 強 い て食 べ

よ う と努 力 しな いか らで あ るが 、消 極 的 な性 格 傾
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向 な ど もそ の誘 因 とな って い る。 これ ら につ い て

は村 上 ら11)の実 践 的研 究 が示 唆 的 であ る。

6.健 全 な咀 嚼 発達 条 件

小 児 が健 全 な咀 嚼 能力 を獲 得 す る た め に必 要 な

諸 条件 を次 に簡 単 に ま とめ てみ た い。

(1)咀 嚼 能 力 は発 達現 象 とい う理解 … … したが っ

て発達 に応 じた対応 が不 可 欠 で 、離 乳 期 にス ル メ

を与 え た り、 発 達 レベ ル を無 視 して た だ硬 い食 品

を与 え れ ば よい とい う短 絡 的 なや り方 は有 害 で あ

る。

(2)離 乳 の 適切 なす す め方 …… この時期 の咀 嚼 の

健 全 な発 達 が そ の 後 の基 礎 とな り、 と くに歯 ぐ き

食べ の十分 な発 達 が重 要。

(3)咀 嚼 トレー ニ ング… …健全 な咀 嚼 能力 を養 成

す るに は や は り トレー ニ ングが大 切 で あ る。 しか

し これ は 「歯 ぐき食べ 」 が 上 手 に な り、 咀 嚼 の基

本 が獲 得 で きてか らで 、普 通 は早 くて も1歳6ヵ

月 以 降 と考 え た方 が よい。 そ れ 以前 は トレー ニ ン

グ とい う概 念 に はな じまず 、 離乳 食 を適切 にす す

め る と表現 した方 が誤解 が少 な い。

また離 乳 期 以 降幼 児 期 に入 っ て も1～2歳 児 の

咀 嚼発 達 は きわ め て緩 徐 で あ り、個 人 差 の大 きい

こ とを まず 認 識 す る必 要 が あ る。 年 齢 で 画一 的 に

考 え る こ とな く、実 際 の個 々 の子 ど もの発 達 レベ

ル に応 じた調 理 形態 、 トレー ニ ング を配慮 しな け

れ ば な らない 。 少 な く とも3歳 頃 を過 ぎる まで は

咀嚼 能 力 は未 熟 と考 えた方 が よい。

そ して幼 児期 前 半 にお け る咀嚼 の発 達 とは、 咀

嚼 「力 」 とい う よ りも 「調 整 ・維 持 力」 の発 達 で

あ る。 子 ど もは1歳 半 ～2歳 に か けて お もち ゃ な

どを し き りにか も う とす るが 、 たぶ ん か む こ との

感 覚 を トレー ニ ング して い る の であ ろ う。 これ に

始 ま り食 品 の い ろ い ろの物 性 を体験 す る こ とに よ

り、 その 口内感 触 、か み 具合 、 飲 み込 み具 合 、硬

さの感 覚 な ど を体 験 し、 そ れ に応 じた食 べ 方 を ト

レー ニ ン グ して い くと思 わ れ る。 した が っ て、 豊

富 な各 種 の食 品体 験 が必 要 で あ る し、 そ の発 達 に

は か な りの 年 月 が か か る と考 え な け れ ば な らな

い。 そ れ は単 な る咀 嚼 「力 」 で はな い。 例 えば 熱

い湯 は2～3歳 まで は少 な く とも飲 め な い。 それ が

成 長 と共 に飲 め るよ うに なる(5～6歳 頃 か?)の

は 口の 中 の湯 を巧 み に ころが して対 応 で きる よ う

に な るか らで あ る。 これ が で き るた め に は数 年 の

体 験 と トレー ニ ン グが必 要 な わけ で 、成 人 に も見

られ るい わ ゆ る 「猫 舌」 は要 す るに トレーニ ン グ

不 足 に よる こ の機 能 の発 達 障 害 と考 え て よい で あ

ろ う。

も ちろ ん硬 い物 をか む こ とに よ って咀 嚼 「力」

が 養 わ れ る し、 か む の に時 間 のか か る もの(野 菜

な ど)で は維 持 力 が養 わ れ るの で 、 いず れ に して

も咀 嚼 の発 達 に は硬 い物 とい う よ りも幅 広 い食 品

体験 と年 月 が必 要 で あ る。

(4)よ い食 習慣 の確 立 … … よ くか む か否 か は食 事

習慣 で もあ る。 これ は3歳 頃 まで に形 成 され、 その

子 の 生 涯 の摂 食 パ ター ン と して 定着 す る ので 、 こ

の頃 まで に よ くか む 習慣 をつ け る こ とが 大 切 で あ

る。 そ れ に は家 庭 で の親 の食 事 態度 もモ デ ル と し

て重 要 な教 育 的 意味 を もつ こ とに な る。

また 食べ 方 は歩行 と同 じよ う に退 行 しやす い 機

能 なの で 、 これ らの食 事 体 験 は習慣 と して持 続 性

が必 要 であ る。

(5)食 欲 の発達 と楽 しい食事 … … これが よ くか む

こ との最 も重 要 な動 機 とな る。 近年 は管 理 しす ぎ

の 食 卓傾 向(強 制 的 な食 事 傾 向)や そ れ に伴 う食

欲 の 乏 しい子 が 多 くな っ たが 、 この こ とが 咀 嚼 問

題 児 の大 きな原 因 とな っ てい る と考 え られ る。 こ

の た め食 事 は楽 し さが最 優 先 され るべ きで あ る。

これ まで の栄 養常 識 で は栄 養 素 の充 足 を最 優 先 す

る余 り、 ともす れ ば楽 しさが犠 牲 に され る傾 向 の

あ っ た こ とが 大 い に反省 され るべ きで あ る。

7.終 わ りに

小 児 の健 康 とい うこ とを中心 に咀 嚼 問 題 を考 え

る場 合 に は、 まず そ れが 発 達現 象 で あ る こ と を理

解 す る こ とが 第1で 、 そ の うえ でそ れ に応 じた対応

が 大切 で あ る。 そ して2～3歳 頃 ま で に健 全 な 咀

嚼 能力 の基 礎 をつ くる こ とが不 可 欠 で、 また そ れ

は 咀 嚼 「力 」 で は な くて調 整力 で あ る こ と を強調

した い。
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